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わ
が
国
の
、

イ
ン
ド
思
想
へ

仏
教
へ
の
関
心
の
高
さ
に
比
べ
る
と
、

の
関
心
は
は
る
か
に
低
い
。

仏
教
と
い
う
枠
を
守
り
、
そ
の
内
側
で
問
題
を
掘
り
下
げ
る
の
も
よ

い
σ

け
れ
ど
も
、
日
本
人
の
も
の
の
見
方
を
相
対
化
し
よ
う
と
考
え
る

な
ら
、
仏
教
が
本
来
の
イ
ン
ド
思
想
の
な
か
で
、
ど
の
程
度
の
位
置
を

占
め
て
い
た
の
か
、
き
ち
ん
と
見
直
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
だ
。

仏
教
は
わ
が
国
で
、
古
来
よ
り
な
じ
み
深
い
。
人
生
の
苦
悩
を
背
負

う
人
び
と
が
、
い
ま
で
も
仏
教
に
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
の
も
、

無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
。
思
え
ば
千
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
わ
が
国
の

哲
学
・
思
想
・
宗
教
・
社
会
運
動
等
々
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
、
仏
教
の

知
的
言
語
を
借
り
て
表
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
降
、
仏
教

の
相
対
的
な
影
響
力
は
さ
す
が
に
小
さ
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

.日
本
社

会
の
根
底
、
庶
民
の
信
何
や
、
入
び
と
の
死
生
観
に
は
、
仏
教
の
厚
い

沈
澱
が
見
ら
れ
る
の
だ
。
こ
こ
を
十
分
に
掘
り
お
こ
す
の
で
な
け
れ
ば
、

日
本
思
想
が
自
律
的
に
展
開
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

「仏教J別冊3[BOOK GUIDE 

I~ 

t
a

、‘za'EW''z
・$2
3
3唱
ξ
avaR
寄
E
ndmaag

* 

イ
ン
ド
社
会
で
も
っ
と
も
強
力
な
思
想
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
で
あ
る
。

と
う
と
う
仏
教
を
、
吸
収
同
化
し
て
し
ま
っ
た
。

仏
教
は
数
あ
る
イ
ン
ド
思
想
の
な
か
の
、
ワ
ン
・
オ
プ
・
ゼ
ム
に
す

ぎ
な
い
。
イ
ン
ド
思
想
に
は
、
他
の
民
族
と
異
な
る
顕
著
な
特
徴
が
あ

り
、
そ
の
大
部
分
を
、
仏
教
も
そ
の
ま
ま
ひ
き
継
い
で
い
る
。
仏
教
は
、

輪
廻
や
カ

l
ス
ト
制
な
ど
、
イ
ン
ド
社
会
の
常
識
的
な
現
実
を
前
提
と

し
て
い
る
。
そ
の
現
実
と
格
闘
す
る
思
想
で
あ
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
、

仏
教
の
肝
腎
な
部
分
は
わ
か
ら
な
い
。

仏
教
を
、
イ
ン
ド
思
想
の
大
き
な
枠
の
な
か
で
考
え
、
他
の
思
想
圏

と
も
対
比
し
な
が
ら
捉
え
直
し
て
い
く
、
と
い
う
方
法
論
を
、
比
較
思

想
論
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
思
想
論
を
最
も
系
統
的
、
か
つ
精

力
的
に
展
開
し
て
い
る
研
究
者
と
し
て
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
幸
い
に
も
、

中
村
元
の
業
績
を
手
軽
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
『
中
村
元
選
集
・

決
定
版
』
春
秋
社
・
全
沼
巻
・
別
巻
口
巻
刊
行
中
)
。
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一

文
化
の
比
較
は
、
人
類
学
の
領
分
で
も
あ
る
。
た
だ
、
人
類
学
は
、

一

神
話
や
分
類
体
系
の
よ
う
な
単
純
な
構
造
の
文
化
項
目
を
扱
う
こ
と
口

一

得
意
で
も
、
発
達
し
た
宗
教
の
よ
う
な
、
複
雑
な
知
識
の
体
系
を
扱
う

一

の
は
苦
手
だ
。
仏
教
に
も
、
ま
る
で
歯
が
立
た
な
い
。

一

そ
こ
で
、
も
う
少
し
伝
統
的
な
研
究
方
法
|

|
宗
教
学
や
、
比
較
社

一

会
学
ー
ー
ー
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日

M
・
ウ
ェ
l
パ
l
が
、
比
較
社
会
学
・
比
較
宗
教
学
の
輝
か
し
い
業

一

績
を
あ
げ
て
か
ら
、
も
う
一
世
紀
近
く
た
つ
が
、
そ
れ
を
上
回
る
仕
事

一

は
、
ま
だ
出
て
い
な
い
。

一

ゥ
ェ

1
パ
l
は
、
世
界
の
主
要
宗
教
の
比
較
を
試
み
、
そ
れ
と
経
済

…

倫
理
と
の
関
係
を
追
究
し
た
。
た
だ
、
彼
の
仕
事
は
未
完
で
あ
る
。
ュ

一

ダ
ヤ
教
、
儒
教
、
仏
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ

1
教
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
記

山

述
が
残
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
は
断
片
的
な

叩

考
察
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
は
、
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
(
み

一

す
ず
書
房
)
が
い
ち
ば
ん
出
来
が
よ
く
、
『
ヒ
ン
ド
ゥ
!
教
と
仏
教
』

一

(日
貿
出
版
社
)
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
利
用
で
き
る
資
料
や
基
礎
知

一

識
が
、
あ
ま
り
十
分
で
な
か
っ
た
の
が
一
因
だ
ろ
う
。
い
っ
そ
う
根
本

一

的
に
は
、
分
析
概
念
の
偏
り
が
あ
る
と
思
う
。
ウ
ェ

l
パ
l
の
概
念
は
、

一

た
と
え
ば
「
救
済
」
「
予
言
」
な
ど
と
い
っ
た
概
念
の
よ
う
に
、
ユ
ダ

一

ヤ
H

キ
リ
ス
ト
教
の
分
析
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
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中
村
元
は
、
ウ
ェ

1
パ
!
と
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
、
イ
ン
ド
思

町

想
や
仏
教
圏
の
思
想
に
通
暁
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ウ
ェ

l
パ
l
以
降

国

の
新
し
い
方
法
論
や
研
究
成
果
を
、
十
分
に
踏
ま
え
て
い
る
。
彼
の
仕

向

事
は
、
選
集
の
第
一
巻
が
『
イ
ン
ド
人
の
思
惟
方
法
』
か
ら
始
ま
る
こ

-
m

と
で
も
判
る
よ
う
に
、
仏
教
を
イ
ン
ド
文
明
の
宗
教
的
伝
統
全
体
の
な

国

か
に
置
き
な
お
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
こ

一

そ

、

仏

教

研

究

に

欠

落

し

て

い

た

も

の

な

の

だ

。

同

も
っ
と
も
、
『
イ
ン
ド
人
の
思
惟
方
法
』
に
つ
い
て
言
う
と
、
や
や

叩

不
満
も
残
る
。
そ
こ
で
と
ら
れ
て
い
る
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

時

素
材
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
の
比
較
を
試
み
る
と
い
う
方
法
で
、

一

寸
普
遍
の
重
視
」

「否
定
的
表
現
」
「
個
物
お
よ
び
特
殊
の
無
視
」
「
万
物

司

一
体
観
」
:
:
:
と
い
っ
た
テ

l
マ
を
順
に
追
う
も
の
だ
。
そ
れ
ら
は
な

m

る
ほ
ど
、
イ
ン
ド
思
想
と
仏
教
の
重
要
な
特
質
に
違
い
な
い
。
し
か
し

閉

そ

れ

ら

が

、

言

語

の

表

層

的

な

文

法

的

特

徴

に

即

し

て

論

証

で

き

る

も

問

の
な
の
か
、
疑
問
に
思
う
の
で
あ
る
。
現
在
の
記
号
学
や
、
文
法
理
論

一

か
ら
は
、
別
の
結
論
も
導
け
よ
う
。
そ
れ
で
も
、
今
世
紀
の
半
ば
に
早

一

く
も
、
言
語
に
立
脚
し
た
「
思
惟
方
法
L

の

比

較

研

究

を

着

想

し

た

点

一

で
、
中
村
元
の
業
績
は
卓
越
し
て
い
る
。

一

(
!
」

1吋

も
う
少
し
バ

ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
し
た
、

ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
。
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仏
教
の
教
義
の
内
容
を
、
文
字
ど
お
り
真
に
受
け
る
の
で
な
く
、
仏

教
の
言
説
が
ど
う
い
う
場
所
か
ら
出
て
く
る
の
か
に
注
意
を
払
っ
た
考

察
、
つ
ま
り
、
比
較
思
想
論
の
先
駆
は
、
江
戸
時
代
に
早
く
も
現
れ
た
。

富
永
仲
基
の
『
出
定
後
語
』

(
岩
渡
『
日
本
思
想
大
系
』
第
必
巻
)
で

あ
る
。
こ
の
奇
蹟
的
な
書
物
は
、
フ

l
コ
l
の
系
譜
学
に
も
通
じ
る
言

説
分
析
の
視
点
を
、
数
世
紀
さ
き
が
け
て
実
践
し
た
も
の
だ
。

言
説
分
析
の
観
点
か
ら
仏
教
を
み
る
と
、
い
ち
ば
ん
問
題
に
な
る
の

は
、
非
仏
説
論
で
あ
る
。
明
治
以
降
で
こ
そ
、
大
乗
非
仏
説
は
常
識
で

あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
早
々
と
そ
れ
を
主
張
し
た
富
永
仲
基
は
、
乏
し

い
資
料
を
自
在
に
読
み
抜
く
な
か
か
ら
、
初
期
仏
教
の
置
か
れ
て
い
た

状
況
(
イ
ン
ド
社
会
の
知
的
編
成
)
を
再
構
成
し
た
わ
け
で
、
天
才
的

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
が
イ
ン
ド
思
想
の
な
か
に
認
め
た
、
吾
一
口
説
が
増
殖
す
る
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
は
、
「
加
上
」
の
原
理
だ
っ
た
。
加
上
と
は
、
す
で
に
流
布
し
て

い
る
言
説
に
対
し
て
、
そ
れ
と
差
異
化
を
は
か
り
う
る
言
説
を
対
置
し
、

そ
の
先
を
行
こ
う
と
す
る
こ
と
。
有

4
空
、
須
弥
世
界
↓
小
千
世
界
・

中
千
世
界
・
大
千
世
界
↓
そ
の
ほ
か
の
十
方
世
界
、
な
ど
は
み
な
加
上

に
よ
る
言
説
の
膨
張
の
例
で
あ
る
。

大
乗
非
仏
説
論
の
ゆ
え
に
、
信
仰
と
し
て
の
仏
教
は
、
特
に
知
識
階

層
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
深
刻
な
打
撃
を
受
け
た
。
信
仰
と
科
学
の

H
F
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い
う
点
に
注
意
し
て
読
め
ば
、
き
っ
と
有
益
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
『
勤
勉
の
哲
学
』

(
P
H
P
研
究
所
)
。
副
題
を
「
日
本

人
を
動
か
す
原
理
」
と
い
う
の
だ
が
、
企
業
活
動
の
前
提
と
な
る
発
想

や
日
常
の
信
念
で
、
日
本
人
の
経
済
倫
理
の
核
心
を
な
す
部
分
を
、
ウ

ェ
l
パ

l
の
エ
ー
ト
ス
論
を
補
助
線
に
し
な
が
ら
、
追
究
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
組
上
に
の
ぼ
せ
る
の
が
、
鈴
木
正
三
の
禅
の

思
想
、
石
田
梅
岩
の
心
学
の
思
想
だ
。

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
世
俗
の
経
済
活
動
に
宗
教
上
の
価
値
を
認
め
、

社
会
的
に
も
承
認
を
与
え
る
に
は
、
宗
教
改
革
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
ル
タ

l
の
職
業
召
命
観
が
、
資
本
主
義
を
準
備
し
た
と
言

っ
て
も
よ
い
。

日
本
の
場
合
、
厳
密
に
宗
教
改
革
に
匹
敵
す
る
変
動
は
、
経
験
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
勤
勉
は
こ
れ
ほ
ど
社
会
的
に
正
当
化

さ
れ
て
い
る
の
か
。
も
と
も
と
そ
う
だ
つ
た
の
か
。

禅
宗
が
そ
の
す
べ
て
の
原
因
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
日

本
人
が
、
禅
の
な
か
に
、
自
分
た
ち
の
職
業
観
、
労
働
観
の
表
現
を
見

出
し
て
き
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。
禅
は
、
仏
教
の
吾
一
口
説
の
展
開
の
系

譜
の
正
流
に
位
置
せ
ず
、
中
国
で
開
始
さ
れ
た
新
し
い
展
開
で
あ
る
。

そ
の
断
層
が
、
日
本
の
勤
勉
の
倫
理
に
接
続
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、
日
本
の
近
代
の
可
能
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
近
世
仏
教
の
果
た

し
た
世
俗
的
な
機
能
に
、
目
配
り
は
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。

あ
い
だ
で
苦
悩
す
る
の
が
、
す
ぐ
れ
た
宗
教
学
者
の
条
件
だ
と
す
れ
ば
、

す
ぐ
れ
た
仏
教
学
者
が
現
れ
に
く
い
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
も
、
似
た
よ
う
な
事
情
は
あ
る

の
で
あ
り
、
仏
教
学
者
の
言
い
訳
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
場
合
、
聖
書
は
神
の
言
葉
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
と
し

て
、
信
仰
の
中
核
に
位
置
す
る
。
そ
れ
を
、
聖
書
史
学
や
聖
書
考
古
学

は
、
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
、
他
の
宗
教
、
他
の
伝
承
の
影
響
下

に
、
人
間
た
ち
が
形
成
し
た
も
の
と
み
な
す
。
死
海
文
書
の
発
見
に
よ

っ
て
、
そ
の
方
法
は
万
全
の
根
拠
を
も
っ
た
。
で
も
そ
の
た
め
に
、
キ

リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
、
精
彩
を
失
っ
た
と
は
聞
か
な
い
で
は
な
い
か
。

*
 

日
本
の
仏
教
が
変
質
し
、
信
仰
と
し
て
、
思
想
と
し
て
の
命
脈
を
断

た
れ
た
の
は
、
幕
藩
制
の
成
立
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
淵
源

を
さ
ら
に
さ
か
の
ぽ
る
と
、
政
治
と
宗
教
と
め
関
係
が
、
仏
教
と
キ
リ

ス
ト
教
と
で
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

し
か
も
そ
こ
に
、
日
本
人
に
固
有
の
宗
教
上
の
心
性
|
|
日
本
教
と
で

も
い
う
べ
き
も
の

l
ー
が
つ
け
加
わ
る
。
こ
の
懸
隔
を
し
っ
か
り
踏
ま

え
な
い
と
、
西
欧
思
想
の
受
容
を
試
み
る
に
し
て
も
、
日
本
思
想
の
自

立
的
な
発
展
を
引
き
受
け
る
に
し
で
も
、
狂
い
が
生
ず
る
。

そ
の
点
、
刺
戟
を
受
け
な
が
ら
読
め
る
の
は
、
山
本
七
平
の
仕
事
だ
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
理
解
が
ず
さ
ん
で
あ
る
、
な
ど
の
批
判
も
あ
る
が
、

そ
う

~， 

w 
b 

* 

仏
教
の
蛇
行
し
伏
流
す
る
水
脈
を
さ
か
の
ぽ
る
こ
と
は
、
日
本
人
の

精
神
世
界
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
う
え
で
、
欠
か
せ
な
い
作
業
だ
。
そ

の
作
業
に
は
、
仏
教
の
信
仰
を
、
客
観
的
な
出
来
事
と
し
て
語
り
直
す

言
葉
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
手
前
味
噌
の
宣
伝
を
し
て
お
く
と
、
私
の
『
仏
教
の
言
説
戦

略
』
(
勤
草
書
房
)
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
ひ
と
つ
だ
。
あ
ま
り
読
み

や
す
い
本
で
は
な
い
が
、
書
い
て
あ
る
こ
と
は
明
快
な
は
ず
で
あ
る
。

問
題
は
、
信
仰
を
、
外
的
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
哲
学
者
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
、
言
語
ゲ

l
ム
の
ア
イ

デ
ア
を
援
用
し
て
み
た
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
社
会
の
も
っ
と
も
簡
単

な
記
述
手
段
を
与
え
る
の
で
、
仏
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
、

キ
リ
ス
ト
教
、
儒
教
と
、
各
宗
教
の
比
較
を
試
み
る
場
合
に
、
有
効
だ

と
思
う
。
西
欧
思
想
の
め
ま
ぐ
る
し
い
流
行
に
、
い
た
ず
ら
に
敏
感
で

あ
る
よ
り
も
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
作
業
を
つ
み
重
ね
る
こ
と
の
ほ
う

が
、
大
事
で
は
な
い
か
。

『
仏
教
の
言
説
戦
略
』
で
は
、
初
期
大
乗
の
段
階
ま
で
し
か
扱
っ
て
お

ら
ず
、
大
き
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
い
ず
れ
密
教
、
中
国
仏
教
、
日
本

の
諸
宗
派
ま
で
追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
を
も
う
少
し
深

く
、
も
う
少
し
分
か
り
ゃ
す
く
、
た
と
え
ば
外
国
の
人
び
と
に
も
提
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
(
東
京
工
業
大
学
・
社
会
学
)
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